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美和地域氷之沢地区で発見された美和地域氷之沢地区で発見された美和地域氷之沢地区で発見された

「木造　釈迦如来坐像」が
　　　　　　新たに指定されました！　　　　　　新たに指定されました！
「木造　釈迦如来坐像」が
　　　　　　新たに指定されました！

しゃ か にょ らい ざ ぞうぞうしゃ か にょ らい ざ ぞう

常陸大宮市有形文化財

　

文
化
財
は
、
地
域
の
歴
史
や
文
化
の
成

り
立
ち
を
理
解
す
る
う
え
で
欠
く
こ
と
の

で
き
な
い
貴
重
な
歴
史
的
財
産
で
、
将
来

の
文
化
の
向
上
・
発
展
の
基
礎
を
な
す
も

の
で
す
。
市
教
育
委
員
会
で
は
、
こ
れ
ら

の
文
化
財
の
中
で
も
特
に
重
要
な
も
の
を

指
定
し
、
そ
の
保
護
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

４
月　

日
、「
木
造　

釈
迦
如
来
坐
像
」

２５

（
一
躯
）が
新
た
に
有
形
文
化
財
と
し
て
指

定
さ
れ
ま
し
た
の
で
紹
介
し
ま
す
。

　

釈
迦
如
来
と
は
仏
教
の
開
祖
釈
迦
、
い

わ
ゆ
る
「
お
し
ゃ
か
さ
ま
」
を
仏
と
し
て

敬
う
呼
び
方
で
、
仏
教
各
派
で
信
仰
の
対

象
と
な
っ
て
い
て
、
そ
の
像
は
寺
院
な
ど

で
大
切
に
守
り
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

　

こ
の
釈
迦
如
来
坐
像
は
平
成　

年
に
歴

２０

史
民
俗
資
料
館
が
行
っ
た
祭
礼
調
査
の
際

に
氷
之
沢
地
区
の
元
沢
集
落
に
あ
る
、
古

び
た
お
堂
で
偶
然
発
見
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
お
堂
に
は
地
域
の
祭
礼
で
あ
る 
六 ろく

 
字  
様 
関
連
の
道
具
が
収
納
さ
れ
て
い
て
、

じ 
さ
ま

長
年
の
ほ
こ
り
に
埋
も
れ
て
い
た
こ
の
釈

迦
如
来
坐
像
に
つ
い
て
知
る
人
は
誰
も
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
お
堂
は
周
囲
の
高
い
湿

気
に
よ
り
床
が
抜
け
、
壁
も
朽
ち
始
め
て

い
て
、
釈
迦
如
来
坐
像
も
一
部
は
朽
ち
、

虫
穴
が
開
く
な
ど
激
し
く
傷
ん
で
い
ま
し

た
。
そ
こ
で
お
堂
の
管
理
者
の
ご
理
解
を

得
て
資
料
館
で
預
り
、
清
掃
と
殺
虫
の
応

急
処
置
が
即
日
施
さ
れ
ま
し
た
。

　

後
日
、
仏
像
の
専
門
家
に
鑑
定
を
依
頼

し
た
と
こ
ろ
、
作
風
は
地
方
仏
師
の
も
の

で
は
な
く
、
京
風
の
正
統
仏
師
の
作
と
見

ら
れ
、
江
戸
時
代
初
期
の
基
準
例
と
位
置

付
け
ら
れ
る
大
変
貴
重
な
仏
像
で
あ
る
こ

と
が
判
明
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
地
区
で
修
復
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
た
め
、
地
区
の
皆
さ
ん
の
話
し

合
い
に
よ
り
、
資
料
館
へ
寄
贈
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
平
成　

年
度

２２

に
仏
師
に
よ
る
修
復
措
置
が
施
さ
れ
、
釈

迦
如
来
坐
像
は
現
代
へ
と
よ
み
が
え
り
、

有
形
文
化
財
指
定
に
至
っ
た
の
で
す
。

　

私
た
ち
の
暮
ら
す
常
陸
大
宮
市
に
は
、

悠
久
の
歴
史
と
文
化
に
培
わ
れ
た
誇
れ
る

も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
そ
の
一
つ
一
つ

が
か
け
が
え
の
な
い
輝
き
を
持
つ
郷
土
の

財
産
で
す
。

　

か
つ
て
氷
之
沢
地
区
で
信
仰
の
よ
り
ど

こ
ろ
と
な
り
、
多
く
の
方
が
手
を
合
わ
せ

た
こ
の
釈
迦
如
来
坐
像
も
、
常
陸
大
宮
市

の
誇
れ
る
も
の
の
一
つ
で
す
。
こ
う
し
て

よ
み
が
え
り
、
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ

た
の
は
、
地
区
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご

協
力
の
お
か
げ
で
す
。

　

時
代
の
移
り
変
わ
り
の
な
か
で
は
、

様
々
な
も
の
が
人
知
れ
ず
消
え
て
い
っ
て

し
ま
う
も
の
で
す
が
、
先
人
た
ち
の
残
し

た
も
の
か
ら
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
は
数
多
く

あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
守
り
未
来
に
伝
え

て
い
く
こ
と
は
、
現
代
を
生
き
る
私
た
ち

の
責
務
で
あ
り
、
文
化
財
保
護
行
政
の
重

要
な
使
命
で
す
。
今
後
と
も
市
民
の
皆
さ

ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

※
現
在
は
歴
史
民
俗
資
料
館
大
宮
館
に
展

示
さ
れ
て
い
ま
す
。

歴
史
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▲発見当時の様子

寸法　　総高７５．３㎝
最大幅　　　５３．６㎝
最大奥行　　４１．６㎝
製作年代　寛文１３年（西暦１６７３年）


